
寸
山
ぐ
一
ル
ン
.
命
益
鵬

ミ
ミ
§
~
ら
武
§
冬
容
＼
貸
ヌ
山
尽
,
勺
ミ

デ
ィ
ビ
ツ
ド
・
 
A
 
・
グ
ラ
フ
著

『
中
世
中
国
の
戦
争
三
0
0
1
九
0
0
年
』

日
木
の
中
国
史
学
界
に
お
い
て
、
軍
亨
史
の
研
究
は
兵
制
お
よ
ぴ
丘
ハ
役
負模

旦
の
甥
題
に
関
心
か
集
中
し
て
き
た
前
者
は
中
国
の
諦
制
皮
を
何
九
プ

倣
し
て
き
た
前
近
代
以
来
の
因
準
あ
り
、
後
者
は
国
家
の
搾
取
構
造
に
焦

点
を
当
て
る
史
的
唯
物
論
に
基
づ
く
。
さ
ら
に
中
国
伝
統
社
会
に
底
流
す
る

尚
文
卑
武
」
の
気
風
、
戦
後
日
本
社
会
に
お
け
る
忌
避
感
情
な
ど
か
相
俟

つ
て
、
軍
事
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
の
核
心
で
あ
る
は
ず
の
武
力
」
な
い

し
「
暴
力
」
の
問
題
に
十
分
な
光
奮
て
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
「
戦
争
」
を
体
系
的
編
じ
た
研
究
は
極
め
て
乏
し
い
。
中
国
に
お
い
て

も
お
お
む
ね
傾
向
は
近
似
す
る
と
い
ぇ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
欧
米
で
は
歴
史
学
全
体
と
し
て
こ
の
方
而
の
研
究
か
長
足
の

発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
九
四
年
以
降
、
ラ
ウ
ト
レ
ッ
ジ
社
か

ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
城
争
と
歴
史
超
ミ
亀
,
、
谿
ミ
鴎
こ
§
辻
シ
リ
ー
ズ

(
J
 
・
プ
ラ
ツ
ク
編
、
既
刊
四
九
冊
)
は
、
現
代
に
秀
ま
で
の
世
界
各
地

の
戦
史
研
究
を
網
羅
し
て
お
り
、
中
国
史
関
連
の
著
作
も
三
点
含
ま
れ
、
参

照
す
べ
き
点
が
多
い
。
本
稿
で
紹
介
す
る
デ
ィ
ビ
ッ
ド
.
 
A
 
.
グ
ラ
フ
茗

丸
橋
充
拓

「
中
世
中
倒
の
城
m
 
三
0
0
1
九
0
0
年
』
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ

る
0

本
書
の
著
者
グ
ラ
フ
氏
は
カ
ン
ザ
ス
州
立
大
学
准
教
授
こ
れ
ま
再
代

の
軍
亭
史
を
中
心
に
研
究
を
進
め
て
い
る
。
系
n
は
九
九
玉
年
フ
り
ン

ス
ト
ン
大
学
に
捉
出
さ
れ
た
同
氏
の
学
焦
朋
參
、
州
文
を
N
礎
に
編
ま
オ
た
も

の
で
あ
り
、
一
一
の
草
か
ら
成
る
。
ま
ず
は
そ
の
構
成
を
概
観
し
よ
う
畢

題
は
拙
訳
に
ょ
り
日
本
語
に
改
め
た
)
。

見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
中
世
中
国
の
戦
史
を
西
晋
末
か
ら
唐
末
ま
で

時
系
列
に
即
し
て
分
析
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
ぃ
る
。
全
体
と
し
て
は
、

一
響
自
身
の
既
発
表
論
文
や
、
Π
中
欧
米
の
先
行
研
究
に
基
づ
く
玲
甜
な

古
代
の
遺
産

西
晋
の
滅
亡

異
民
族
支
配
下
の
北
力

移
民
支
配
下
の
南
方

北
魏
か
ら
北
周
へ

北
方
対
南
方

高
句
師
張
征
と
陥
の
滅
亡

李
世
民
と
唐
朝
の
軍
事
的
統

初
川
唐
朝
の
甲
塚
と
行
軍

一
登
ハ
化
の
代
価

安
禄
山
の
乱
の
結
果

九八七六五四
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内
容
と
な
っ
て
お
り
本
k
"
に
お
い
て
個
別
的
な
・
美
証
を
行
い
、
新
知
兒
を

揣
供
す
る
箇
所
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
た
だ
そ
の
分
、
欧
米
に
お
け
る
戦

史
研
究
の
体
系
、
な
い
し
人
様
像
を
伽
瞰
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
て
有
益
で

あ
る
。

谷
章
の
叙
述
は
お
お
む
ね
、
^
議
論
の
前
捉
と
な
る
政
治
過
程
や
そ
の
制

皮
的
北
U
県
を
分
析
す
る
剤
分
、
②
戦
予
の
峡
郷
を
編
午
的
に
追
跡
す
る
都
分
、

@
一
述
の
経
過
を
賀
く
軍
小
的
諸
要
素
を
分
析
す
る
部
分
、
に
火
別
さ
れ
る
。

こ
の
構
成
に
則
し
て
、
わ
れ
わ
れ
か
本
霄
を
託
し
た
と
き
、
ま
ず
①
に
つ

い
て
は
改
め
需
究
す
る
ま
で
も
な
い
既
知
の
内
・
系
多
い
、
と
の
印
象
を

^
く
で
あ
ろ
、
つ
。
こ
れ
に
対
し
^
や
^
に
つ
い
て
は
、
戦
争
に
お
け
る
城
局

の
展
開
・
耶
柳
成
(
特
に
僻
兵
と
歩
兵
の
関
系
)
・
戦
術
・
武
県
・
攻
成

何

兵
学
・
訓
練
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
か
あ
ま
り
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
倫
卜
H

の
多
様
さ
か
矧
を
引
く
。
こ
の
違
い
は
も
ち
ろ
ん
優
劣
の
つ
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
た
だ
兵
制
・
兵
役
の
問
題
に
藥
中
し
て
き
た
日
本
の
研
究
が
、

政
治
史
や
制
座
央
、
社
厶
証
断
史
研
究
な
ど
、

石
製
技
」
倫
儀

い
わ
ぱ

で
軍
事
問
題
を
整
形
し
、
枠
づ
け
て
き
た
こ
と
は
こ
こ
か
・
一
覚
知
さ
れ
ね
ぱ

な
る
ま
い

以
上
の
よ
う
な
理
山
か
ら
、
本
k
"
に
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
「
十
分
す
ぎ

る
ほ
ど
深
め
て
き
た
」
都
分
と
「
ほ
と
人
ど
B
配
り
し
て
こ
な
か
っ
た
」
部

分
か
並
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
、
冬
市
の
内
・
,
谷
を
奨
川
し
て
い
く
に
小

た
っ
て
は
、
前
者
に
当
た
る
部
分
は
簡
略
に
留
め
、
わ
れ
わ
れ
が
U
を
開
く

べ
き
後
者
を
小
心
に
摘
、
記
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

暫
園
で
は
、
ま
ず
研
究
史
の
整
理
と
本
齊
の
ね
ら
い
が
示
さ
れ
る
。
西
洋

」
お
い
て
こ
れ
ま
で
中
国
軍
亭
史
研
究
に
あ
ま
り
関
、
心
が
向
け
ら
れ
て
こ
な

力
っ
た
の
は
、
九
世
紀
の
中
国
か
硝
事
的
工
業
的
に
後
進
と
見
ら
れ
た
た

め
で
あ
っ
た
。
論
者
の
注
似
は
近
代
(
朝
鮮
城
印
や
近
午
の
Ⅲ
拡
へ
の
関

、
^
^
と
^
U
^
^
斤
公
^
と
く
に
^
「
^
^
の
^
、
^
^
に
^
中
し
て
い
て
、
中
御
の

^
^
、
^
に
^
^
階
1
吾
^
^
^
^
き
^
リ
^
さ
^
^
L
^
る
と
^
う
0
 
^
、

小
田
・
日
本
の
研
究
は
兵
制
が
中
心
で
あ
る
。
戦
史
研
究
と
し
て
は
、
軍
小

組
織
と
関
係
の
深
い
研
究
機
関
や
川
版
社
か
刊
行
し
た
築
姑
が
あ
る
が
、

ツ
帯
的
な
手
勢
而
で
問
題
が
多
い
。
そ
こ
で
本
譜
は
、
中
国
と
四
洋
の
懸

隔
を
埋
め
、
中
世
に
お
け
る
城
印

軍
制

社
案
久
化
の
関
態
を
解
明
す
る

こ
と
を
目
指
す
と
す
る
0

ま
た
議
論
の
前
捉
と
し
て
時
代
区
分
、
地
繋
、
畷
疋
、
人
口
・
民
族
構
成
と

そ
の
斯
廿
関
係
、
史
料
の
性
質
等
に
関
わ
る
著
者
の
立
場
や
一
覽
が
示
さ
れ

る
。
な
か
で
も
諾
史
料
に
戦
鄭
記
述
か
小
ノ
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
却
線
を

行
、
つ
文
,
符
は
城
争
に
知
悉
し
な
い
た
め
叙
述
が
紋
切
り
型
に
な
り
が
ち
で
あ

俄
詩
な
ど
で
も
戴
嗣
揣
写
か
捌
除
さ
れ
、
初
期
の
準
備
や
戦
果
等
に

、

り力
点
か
陞
か
れ
る
傾
恂
に
あ
っ
た
た
め
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
史
料

^
^
に
あ
た
り
、
、
心
に
智
め
て
お
く
べ
き
^
^
と
思
わ
れ
る
。

ブ
"
は
、
本
論
の
前
段
晧
に
当
た
る
戦
国
宍
'
侠
捌
を
扱
う
。
罧
秋
時
代
、

第
城
小
に
乗
っ
た
戒
士
貴
族
の
岡
で
行
わ
れ
た
波
争
は
減
国
時
代
に
大
き
く
変

化
す
る
。
人
口
と
生
産
の
増
加
に
と
も
な
い
、
農
民
を
兵
役
で
徴
発
す
る
歩

兵
計
隊
か
紕
織
さ
れ
る
よ
、
つ
に
な
り
、
こ
れ
か
淡
の
兵
制
に
結
実
し
て
い
く

と
い
う
。
兵
器
(
織
4
武
凡
じ
・
戦
術
(
騎
射
・
攻
城
)
の
発
穫
戦
倒
の

^
^
を
日
^
・
斤
<
^
^
^
で
^
大
さ
^
、
将
^
は
^
^
子
^
な
ど
の
^
<
^
"
を

学
び
、
特
殊
な
知
滋
と
訓
練
を
桜
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
、
つ
に
な
る
。
し

か
し
武
に
対
す
る
文
の
優
越
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
硫
立
さ
れ
て
お
り
、
司
令
官

の
椛
限
は
国
家
に
ょ
っ
て
制
約
さ
れ
た
。
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こ
う
し
た
兵
制
は
漢
代
、
甸
奴
と
の
稜
部
の
過
程
で
新
た
な
転
機
を
迎
え

る
。
騎
兵
が
重
視
さ
れ
、
{
最
化
・
専
職
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
武
帝
以
後
つ
よ
ま
り
、
光
武
帝
は
罪
人
や
降
蕃
を
用
い
て
騎
兵

軍
を
組
織
し
た
旧
来
型
の
兵
役
は
一
部
に
限
定
さ
れ
、
一
線
の
防
衛
は
専

職
化
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
ψ
護
化
・
専
職
化
は
地
方
分
裂
の
契
機
を
孕
ん

で
お
り
、
地
方
官
が
自
ら
組
織
し
た
軍
団
は
朝
廷
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
た
め
、
そ
れ
ら
の
私
兵
化
・
軍
閥
化
を
導
い
て
し
ま
う
と
い
う
。

第
二
章
で
は
西
晋
の
崩
壊
前
後
の
状
況
が
論
じ
ら
れ
、
『
該
時
期
に
お
け

る
兵
制
の
変
化
と
し
て
、
兵
戸
制
、
胡
族
暫
へ
都
督
制
か
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
ま
ず
兵
戸
制
は
、
漢
以
来
の
兵
士
専
職
化
の
動
き
、
さ
ら
に
城
争
長

期
化
で
長
期
戦
や
転
戦
に
堪
え
う
る
兵
種
の
要
調
か
高
ま
っ
た
こ
と
を
背
景

に
成
立
し
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
百
姓
と
は
籍
を
異
に
す
る
世
製
的
兵
戸

身
分
の
兵
源
に
は
、
社
会
混
乱
の
な
か
各
地
の
義
が
部
曲
を
組
織
し
て
つ

く
つ
た
自
衛
団
や
、
士
地
を
失
っ
た
貧
膿
・
飢
民
・
浮
浪
等
が
充
て
ら
れ
た

と
す
る
0

つ
い
で
内
徒
異
民
族
を
重
要
な
、
兵
源
と
し
て
注
目
す
る
。
漢
代
以
降
、
南

甸
奴
・
鳥
桓
・
羌
・
鮮
卑
な
ど
が
騎
兵
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
必
ず
し
も
醇
化
が
う
ま
く
は
い
か
ず
不
{
女
定
要
因
に
も
な
っ
て
い
く
。

ま
た
草
原
地
帯
に
お
け
る
甸
奴
と
の
戦
い
を
主
と
し
て
い
た
漢
代
の
騎
兵
が

軽
騎
中
、
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
内
地
で
の
洪
が
中
心
と
な
っ
た
西
晋
頃

ま
で
に
は
人
馬
と
も
に
装
甲
を
施
し
、
機
動
力
よ
り
攻
撃
力
を
増
強
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
0

地
方
軍
を
指
揮
す
る
都
督
に
つ
い
て
は
、
各
地
に
分
封
さ
れ
た
諸
王
が
こ

れ
を
兼
任
す
る
こ
と
で
軍
事
机
を
獲
得
し
、
彼
ら
の
抗
争
が
西
晋
を
崩
壊
に

導
い
て
い
く
過
程
を
跡
づ
け
て
い
る
。

第
三
・
荏
西
晋
崩
壊
か
ら
北
魏
統
一
ま
で
の
北
中
国
に
つ
い
て
、
漢
(
前

趙
)
、
後
趙
、
前
秦
、
北
魏
の
興
亡
、
お
よ
び
そ
の
問
の
戦
争
経
過
を
詳
述

し
つ
つ
、
發
叩
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
北
方
諸
国
は
数
に
勝
る
漢
族

に
同
化
さ
れ
ぬ
よ
う
胡
漢
の
別
を
鮮
明
に
し
、
胡
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
キ
」

強
調
し
て
い
た
。
兵
制
も
そ
の
中
核
は
胡
族
騎
兵
で
あ
り
、
漢
兵
は
兵
姑
や

土
木
工
事
へ
の
起
用
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。
人
Π
盟
へ
の
対
応
か
ら
、

戦
燐
時
に
は
大
量
の
姉
虜
・
強
制
移
民
が
し
ぱ
し
ぱ
行
わ
れ
、
こ
れ
を
首
都

近
く
に
集
住
さ
せ
て
中
央
稀
を
図
っ
た
が
、
周
剛
に
分
布
す
る
在
地
の
自

衛
団
(
鳩
な
ど
)
へ
の
支
配
は
問
接
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
胡
族

国
家
は
も
ろ
さ
を
内
包
し
て
い
た
。
ま
た
軍
と
国
家
が
あ
ま
り
に
近
接
し
て

い
た
た
め
、
軍
事
的
敗
北
が
国
家
の
滅
亡
に
直
結
し
が
ち
で
、
王
権
継
承

ル
ー
ル
の
不
在
と
も
相
ま
っ
て
、
胡
族
国
家
は
短
命
無
わ
る
こ
と
が
多
か

つ
たそ

し
て
分
裂
を
叢
終
的
に
統
一
し
た
北
魏
の
成
功
は
、
草
原
を
支
配
下
に

含
ん
で
い
た
こ
と
で
軍
馬
供
給
に
強
み
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
敵
国
の
有
力

君
主
が
北
魏
の
台
頭
期
に
相
次
い
で
死
去
し
た
こ
と
、
征
服
地
の
有
力
者
を

処
遇
し
て
忠
誠
を
引
き
出
し
た
こ
と
な
ど
に
尋
ら
れ
る
と
す
る
。
特
に
征

服
先
で
推
し
進
め
た
婚
姻
政
策
な
ど
の
結
果
、
陌
唐
に
つ
な
が
る
岨
織
合

の
新
支
配
塀
が
生
ま
れ
た
と
い
、
つ

第
四
章
は
東
晋
南
朝
期
の
南
中
国
を
扱
う
。
貴
族
対
国
家
、
移
住
者
対
原

住
者
、
門
閥
対
寒
門
な
ど
さ
ま
、
ざ
ま
な
対
立
軸
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
政
治
的

混
乱
の
な
か
、
軍
事
面
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
代
に
ひ
き
つ
づ
き
兵
戸
制

と
都
督
制
で
あ
る
。
人
口
が
小
ノ
な
い
南
方
に
お
い
て
兵
一
戸
制
を
復
興
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
民
戸
の
一
部
を
兵
戸
に
改
編
す
れ
ぱ
税
源
喪
失
に
つ

な
が
り
、
貴
族
に
隷
属
す
る
部
曲
の
兵
戸
登
録
を
図
れ
ば
貴
捗
の
反
発
は
必

218 (218)



至
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
(
こ
れ
を
試
み
た
ヲ
協
の
兵
制
改
革
は
か
え
っ
て
王

敦
の
乱
を
誘
発
し
て
し
ま
う
)
。
結
局
東
晋
が
採
用
し
た
の
は
浮
浪
解
や
米

附
籍
戸
、
非
人
、
山
岳
震
住
民
な
ど
か
ら
新
た
な
兵
戸
を
得
る
と
い
う
方

策
だ
っ
た
が
、
彼
ら
は
軍
亊
的
効
采
が
あ
ま
り
見
込
め
ず
、
梁
陳
ま
で
に
は

片
盆
が
軍
の
モ
カ
と
な
っ
た
。

都
督
柳
は
従
来
と
同
じ
く
中
央
に
ょ
る
統
制
の
成
否
か
問
題
と
な
っ
た
が
、

北
府
・
西
府
等
は
建
康
に
対
し
て
し
ぱ
し
ぱ
遠
心
的
な
動
き
を
見
せ
、
混
乱

の
な
か
か
ら
台
頭
し
た
軍
閥
に
ょ
る
短
命
王
朝
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
劉
柘
以
降
、
各
王
朝
の
劍
始
者
を
は
じ
め
、
城
場
経
験
を
踏
み
台

に
笑
、
門
出
身
の
武
人
が
台
頭
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
特
色
と
し
て
注
目

さ
れ
る
が
、
彼
ら
は
一
旦
権
力
の
座
に
就
け
ぱ
文
に
帰
す
よ
う
に
な
る
。
中

世
南
朝
に
尚
武
を
拠
り
所
と
す
る
騎
士
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
も
こ
こ
に

あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
0

第
五
章
は
、
五
世
紀
中
葉
か
ら
防
建
国
ま
で
の
北
中
国
の
発
展
を
た
ど
る

北
魏
の
平
城
時
代
に
は
胡
族
が
軍
の
中
核
を
保
持
し
て
い
た
も
の
の
、
孝
文

帝
の
漢
化
政
策
以
降
、
北
鎮
の
地
位
低
下
が
顕
著
に
な
っ
て
六
鎮
の
乱
が
発

生
。
そ
の
後
、
爾
朱
栄
の
専
椛
期
を
経
て
、
高
歓
・
宇
文
泰
の
角
逐
に
至
る

過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
る
。
両
者
の
岡
で
繰
り
返
さ
れ
た
戦
刷
の
な
か
で
も
特

に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
五
四
六
年
の
玉
壁
城
の
攻
防
で
あ
る
。
中
世
中
国
で

は
、
築
城
術
な
ど
防
禦
技
術
の
向
ナ
が
守
備
側
の
攻
撃
側
に
対
す
る
優
越
性

を
硫
か
な
も
の
に
し
た
た
め
、
堅
伺
な
城
壁
、
強
い
守
使
へ
十
分
な
補
給

が
あ
れ
ぱ
、
攻
陥
す
る
の
は
き
わ
め
て
圈
難
に
な
っ
た
と
い
う
。
玉
壁
を
攻

囲
し
た
・
問
歓
は
結
局
攻
め
き
れ
ず
に
撤
退
す
る
。
両
国
の
戦
朋
が
こ
の
の
ち

し
ぱ
ら
く
沈
静
化
す
る
の
は
、
攻
撃
側
の
不
利
を
双
方
が
劫
叢
す
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
と
推
測
す
る
。

次
い
で
注
U
す
る
の
は
両
国
の
軍
編
成
の
洪
で
あ
る
。
・
問
歓
の
軍
は
旧

六
鎮
爾
朱
栄
の
余
党
、
北
魏
の
旧
禁
兵
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
一
聳

に
は
信
を
凪
い
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
兵
力
に
劣
る
宇
文
泰
は
郷
兵
を
率

い
る
漢
族
禍
力
者
と
捉
携
し
、
混
成
部
隊
化
を
図
る
ほ
か
術
が
な
か
っ
た
。

郷
兵
を
国
軍
に
取
り
込
み
つ
っ
そ
の
怖
限
を
中
・
下
級
擶
抑
椛
に
留
め
、
そ

の
上
に
二
十
四
軍
を
麗
く
の
が
西
魏
・
北
周
の
軍
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
胡

一
織
合
の
成
否
が
、
両
国
の
興
亡
の
鍵
を
握
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

な
お
継
脚
の
分
か
れ
る
西
魏
二
十
四
軍
制
に
つ
い
て
、
薯
者
は
次
の
よ
う

な
理
解
を
示
す
。
ま
ず
郷
兵
染
団
の
統
属
関
係
が
新
、
前
の
な
か
で
ど
れ
だ

け
温
存
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
に
み
れ
ぱ
次
第
に
郷
帥
を
排
し
、

国
家
か
+
似
接
徴
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
し
、
五
七
四
年
に
北
周
武
帝

が
百
姓
か
ら
火
規
模
に
兵
を
募
っ
た
こ
と
も
そ
の
延
長
線
上
で
理
解
す
る
。

ま
た
府
兵
制
か
常
設
の
専
門
兵
か
農
民
が
臨
時
に
徴
発
さ
れ
る
も
の
か
に
つ

い
て
は
、
翅
玲
立
て
の
複
合
的
な
体
制
を
初
楚
す
る
こ
と
を
一
案
と
し
て

捉
起
し
て
い
る
。

第
六
章
は
、
東
晋
以
降
に
交
わ
さ
れ
た
南
北
冏
城
争
の
展
開
を
詐
細
に
あ

と
づ
け
、
三
0
0
年
近
く
に
わ
た
っ
て
双
力
が
再
絖
一
へ
の
決
定
打
を
欠
い

て
い
た
原
因
を
軍
事
技
術
の
而
か
ら
分
析
す
る
。

ま
ず
南
が
失
地
回
後
を
来
た
せ
な
い
理
山
と
し
て
、
耶
構
成
の
而
で
は
、

吻
か
歩
兵
中
、
心
で
墹
行
ハ
か
小
ノ
な
く
、
機
動
性
や
攻
繋
力
に
乏
し
か
っ
た
こ
と

を
挙
げ
る
。
つ
い
で
補
給
の
而
で
南
が
仏
存
し
た
水
運
が
、
干
筈
や
敵
軍
に

よ
る
兵
姑
拠
点
の
占
拠
な
ど
に
対
す
る
脆
弱
さ
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
戸
口
の
小
ノ
な
さ
、
内
紛
の
多
さ
、
南
方
の
原
住
民
に
北

伐
の
竒
羔
が
希
苅
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。

つ
い
で
北
力
諾
国
の
方
は
、
分
製
期
に
は
他
国
と
、
統
一
期
に
は
国
内
の

ニ
ー

k
1

鮓
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他
族
と
主
に
敵
対
し
て
い
た
た
め
、
南
征
が
、
王
戦
略
と
な
り
に
く
か
っ
た
。

ま
た
軍
構
成
の
面
で
は
、
騎
兵
が
攻
城
較
を
不
得
手
に
し
て
い
た
こ
と
、
水

軍
に
ょ
る
戦
闘
技
術
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
陥
か
陳
の
征
圧
に

成
功
し
た
の
は
、
晋
の
呉
併
合
を
範
と
し
、
巨
大
な
水
軍
を
準
備
し
た
た
め

で
あ
る
と
い
、
つ
0

な
お
開
迎
し
て
、
当
時
の
軍
船
と
水
戦
を
分
析
し
た
部
分
に
も
注
目
し
て

お
き
た
い
。
当
時
の
軍
船
は
衝
角
を
持
っ
て
い
な
い
か
、
こ
れ
は
水
戦
が
体

当
た
り
で
は
な
く
、
射
撃
や
敵
船
に
乗
り
込
ん
で
の
戦
闘
を
主
と
し
て
い
た

こ
と
に
対
応
す
る
と
い
う
。
ま
た
火
船
な
ど
の
例
外
を
除
き
、
{
寸
備
重
視
の

装
甲
船
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
軍
船
は
戦
闘
そ
の
も
の
よ
り
も
物
資
や
兵
士

の
輸
送
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
合
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
る
。

第
七
章
は
、
陪
の
兵
制
と
対
外
戦
争
を
論
じ
る
。
兵
制
に
つ
い
て
は
ま
ず
、

陳
征
圧
後
、
文
帝
が
実
施
し
た
武
器
の
回
収
・
私
開
の
禁
止
・
軍
船
の
没
収

等
の
軍
縮
政
策
を
紹
介
し
、
つ
い
で
①
五
九
0
年
の
鹿
制
改
革
、
お
よ
び

②
大
糊
年
に
行
わ
れ
た
揚
帝
の
兵
制
改
革
を
分
析
す
る
個
々
の
分
析
は

日
中
の
研
究
成
果
と
お
ぉ
む
ね
重
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
①
に
お
け

る
壊
騎
将
軍
・
車
騎
将
軍
の
権
限
抑
制
、
 
2
に
お
け
嘉
管
府
廃
止
(
軍
府

を
す
べ
て
禁
軍
諸
衛
配
下
に
一
本
化
)
・
鷹
揚
府
の
南
方
増
設
(
敵
対
有
力

者
の
制
皮
内
編
入
)
等
、
地
方
軍
事
力
の
中
央
化
に
特
に
注
目
し
た
祭
を

展
開
し
て
い
る
0

対
外
戦
争
に
つ
い
て
は
ま
ず
突
風
と
の
攻
防
を
あ
と
づ
け
、
西
晋
以
来
の

重
装
騎
兵
が
遊
牧
民
と
の
戦
闘
に
は
不
向
き
だ
っ
た
こ
と
、
草
原
へ
の
遠
征

が
兵
姑
問
題
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
陌
は
十
分
な
対
応
を
と

れ
な
か
っ
た
と
分
析
す
る
。

数
次
に
わ
た
る
一
易
麗
遠
征
に
つ
い
て
も
経
過
が
詳
細
に
考
察
さ
れ
、
未

完
に
誰
っ
た
原
因
と
し
て
、
補
給
の
途
絶
、
疫
病
の
流
行
、
気
候
問
忠
へ

の
無
知
釜
伺
等
を
抽
出
す
る
。
加
え
て
戦
局
追
跡
の
制
に
挿
入
さ
れ
る
、

軍
構
成
、
兵
姑
(
大
運
河
の
開
削
)
、
軍
装
、
兵
数
、
出
征
儀
礼
、
驍
果
捌

な
ど
の
分
析
も
詳
細
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
墜
乢
す
べ
き
示
峻
を
内
包
し

て
い
る

第
八
章
は
陌
末
の
群
雄
の
分
析
と
、
そ
の
な
か
か
ら
唐
か
勝
ち
残
っ
て
い

く
過
程
、
お
よ
び
ψ
1
時
の
戦
争
の
特
色
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
陌
末
の
群
雄

は
そ
の
器
か
ら
、
 
1
盗
賊
集
団
、
 
2
郷
丘
へ
③
陌
の
地
方
官
、
に
大
別
さ

れ
、
①
は
地
方
政
権
と
し
て
安
定
す
る
と
保
守
化
す
る
こ
と
、
易
は
陌
に

対
す
る
人
々
の
反
発
心
を
盗
賊
制
圧
に
活
用
し
、
最
後
は
革
命
志
向
を
帯
び

る
こ
と
を
指
摘
す
る
そ
し
て
九
人
の
群
棚
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
出

自
と
軍
閥
問
で
行
わ
れ
た
戦
い
の
経
過
を
詳
述
す
る
。

な
か
で
も
李
世
民
の
戦
い
ぶ
り
は
詳
細
に
分
析
さ
れ
、
高
い
評
価
が
与
え

ら
れ
る
。
彼
の
戦
術
は
、
激
繋
、
回
避
し
、
小
部
隊
で
兵
姑
を
撹
乱
し
つ
っ

(
敵
軍
を
懐
に
引
き
込
ん
で
兵
姑
を
延
ば
さ
せ
、
口
軍
は
兵
姑
の
短
い
状
態

を
保
っ
)
敵
の
疲
労
を
待
ち
、
戦
機
と
見
る
や
一
気
に
攻
撃
を
仕
掛
け
、
容

赦
な
い
追
尾
で
勝
利
を
収
め
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
彼
の
戦

闇
計
画
の
う
ち
任
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
彼
肉
身
と
暫
<
の
役
割
を
挙
げ
る
。

前
者
は
戦
略
後
重
さ
に
比
し
て
,
轟
で
は
陣
頭
指
揮
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
が
他
の
将
帥
に
も
通
じ
る
こ
倫
代
の
特
色
で
あ
る
こ
と
。
後
者
は
騎

兵
を
偵
察
・
後
方
撹
乱
・
追
尾
に
用
い
、
そ
れ
ま
で
の
重
装
豐
<
で
は
な
く

軽
騎
だ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る

第
九
章
は
、
唐
初
の
兵
制
と
、
写
中
国
統
一
後
に
展
開
し
た
北
方
作
戦

(
束
突
厭
・
一
局
句
麗
)
の
経
過
舗
及
す
る
。
こ
の
う
ち
東
姦
へ
の
遠
征

に
つ
い
て
は
、
突
厭
の
内
紛
に
乗
じ
て
司
令
官
の
太
姦
等
か
勝
利
を
収
め
て
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い
く
過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
問
、
唐
側
轟
牧
民
並
み
の
蜂

騎
を
用
い
た
こ
と
に
も
着
目
す
る
。

こ
四
織
軍
に
も
参
加
し
た
で
あ
ろ
、
?
付
兵
剃
に
つ
い
て
は
、
繊
敲
改
鯖
、

上
番
・
防
人
制
度
、
徴
兵
原
則
等
に
つ
い
て
、
通
説
に
即
し
た
説
叫
を
し
た

う
え
で
、
府
兵
た
ち
が
一
生
に
わ
た
る
就
役
毅
務
と
訓
練
へ
の
参
加
を
求
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
性
格
は
民
兵
で
は
な
く
職
樺
ハ
と
見
る
べ
き

と
王
張
す
る
。
ま
た
有
小
に
^
^
さ
れ
る
行
軍
は
、
府
斤
へ
兵
募
、
幕
兵
か

ら
成
っ
て
い
た
と
い
う
。
行
軍
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
李
姑
が
残
し
た
著
述
か

営
配
羅
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
側
而
か
綛
介
さ
れ
る
。

第
一
 
0
章
は
庶
<
遡
提
か
ら
噺
政
の
"
盆
軍
創
没
ま
で
を
た
ど
る
。
こ

の
過
程
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
た
説
例
と
な
っ

て
お
り
、
七
世
紀
後
半
以
降
高
句
麗
・
新
雛
・
束
突
厭
・
吐
蒋
な
ど
周
刀
一

各
国
か
台
頭
し
た
こ
と
か
ら
辺
境
軍
倫
駐
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
に
不
向
き
な
府
兵
・
丘
ハ
募
か
ら
、
長
期
従
軍
の
可
能
な
健
児
・
蒋
兵
へ

の
転
換
が
進
め
ら
れ
、
彼
ら
を
統
合
す
る
広
域
司
令
官
と
し
て
節
座
使
が
創

設
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ
か
、
丁
・
箪
に
紹
介
さ
れ
る
。

募
兵
棚
に
つ
い
て
は
舗
駐
す
る
経
験
豊
か
な
、
共
か
倒
防
を
扣
う
と
い
う

右
効
性
の
一
方
で
、
コ
ス
ト
の
高
さ
や
、
中
央
に
反
攻
し
た
昜
合
の
り
ス
ク

等
力
彬
摘
さ
オ
る
力
U
^
坊
止
に
は
長
期
就
任
の
坊
止
や
詮
軍
爪
逮
等
の
告

羅
ガ
と
ら
れ
た
力
李
林
甫
の
蒋
何
起
川
政
策
の
な
か
で
厶
暴
し
た
・
.
様
山

に
は
こ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
た
形
跡
が
な
く
、
そ
の
反
乱
ナ
鼻
い
て
し
ま
う
と

さ
れ
以
下
反
乱
の
鷲
刊
か
克
明
に
再
現
さ
れ
て
い
く
。

第
一
一
章
は
、
安
史
の
乱
か
後
Ⅲ
に
与
え
影
響
を
分
析
す
る
。
内
地
に

現
出
し
た
滞
乱
"
拠
離
一
に
つ
い
て
は
、
蒋
鐐
内
部
の
椛
力
佐
造
 
n
豹
度
吏

と
牙
軍
の
関
係
仮
父
子
晶
△
§
や
国
家
の
抑
藩
政
策
 
9
一
雄
'
、
杣

策
難
強
化
笠
な
ど
の
而
か
ら
、
先
行
何
究
に
依
拠
し
た
説
明
が
な
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
な
か
律
宕
が
爪
社
さ
れ
た
り
、
文
官
が
武
職
に
就
壬
し
た
り
す
る

傾
向
か
強
ま
る
の
は
、
武
・
曾
に
対
す
る
不
信
の
反
映
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ

し
て
軍
耶
托
抑
に
対
し
て
は
、
皙
前
期
に
は
城
場
で
の
佃
人
的
リ
ー
ダ
ー
シ

ツ
プ
か
強
訓
さ
れ
た
の
に
対
し
、
後
期
に
は
行
政
力
や
人
制
関
係
へ
の
理
解

が
靈
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
、
つ
。

そ
し
て
近
代
期
に
は
唐
代
よ
り
強
化
さ
れ
た
親
軍
か
創
松
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
後
周
・
{
木
の
革
命
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
不
安
定
斐
因

に
も
な
り
え
た
。
宋
は
そ
の
統
制
に
成
功
す
る
が
、
対
外
的
に
見
た
場
合
の

箪
斗
的
弱
さ
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
、
つ
0

最
後
に
結
語
で
は
、
以
ヒ
の
礒
倫
の
聡
括
を
踏
ま
え
、
岡
時
代
の
ヨ
ー
ロ

ツ
パ
(
特
に
ビ
ザ
ン
ツ
)
と
の
比
較
が
行
わ
れ
る
。
ま
ず
共
雫
黒
と
し
て
は

熟
練
し
た
文
'
圃
支
配
に
も
と
づ
く
貴
庄
卸
・
官
存
小
制
を
持
っ
こ
と
、
古
典
文

明
の
継
奪
で
あ
る
こ
と
か
、
机
述
点
と
し
て
は
中
世
欧
州
諸
国
は
国
家

ベ
ー
ス
で
財
政
問
題
を
処
理
で
き
る
官
僚
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら

軍
小
技
術
の
而
で
の
共
郡
{
も
多
い
。
た
と
え
ぱ
暫
<
を
、
王
力
と
し
、
歩

、
h
,
力
こ
れ
を
祁
う
と
、
う
軍
桝
成
や
、
進
軍
ψ
に
輔
重
第
お
配
羅
が
な
さ

れ
る
こ
と
古
典
的
な
祭
田
か
乗
視
さ
れ
、
し
ば
し
ぱ
作
戦
の
典
拠
と
し
て

引
用
さ
れ
る
こ
と
、
戦
印
を
地
位
向
ヒ
の
足
が
か
り
と
し
て
と
ら
え
る
姿
勢
、

危
険
を
回
避
し
県
お
と
き
が
来
る
ま
で
開
城
を
引
き
延
ぱ
す
こ
と
、
対
遊

牧
民
戦
印
の
経
験
を
祐
み
、
そ
の
杉
讐
か
ら
伏
兵
靴
術
を
好
人
で
採
刑
し
た

こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
方
、
冴
支
持
が
黒
巾
に
と
っ
て
不
可
欠
だ

つ
た
ビ
ザ
ン
ツ
に
比
べ
る
と
、
中
国
の
武
人
は
休
制
に
馴
致
さ
れ
て
い
る
点
、

ら
紲
織
・
副
紳
・
帥

才
:
 
t
 
1
 
.
ー
ー
、
.
ー
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中
国
の
呈
帝
は
ビ
ザ
ン
ツ
に
比
し
て
従
汲
社
験
が
圧
倒
的
に
小
ノ
な
い
占
{
な
と

は
、
違
い
の
顕
著
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
中
国
で
は
軍
事
賀
族
は
育
た

ず
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
も
武
力
に
依
存
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
に
お
い
て
、

儒
教
を
中
心
と
す
る
占
典
の
文
化
的
造
産
の
綴
茅
大
き
か
っ
た
た
め
と
結

論
づ
け
て
い
る

以
上
の
概
観
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
日
中
の
研
究
者
が

こ
れ
ま
で
惣
を
寄
せ
て
き
た
兵
制
や
丘
ハ
役
の
問
題
に
対
し
て
も
相
当
の
一
言

及
が
見
ら
れ
る
。
府
兵
制
を
例
に
と
る
な
ら
、
胡
漢
の
二
元
性
を
制
度
理
解

に
盛
り
込
む
べ
き
と
の
主
張
(
第
五
章
)
や
、
職
業
兵
の
枠
組
で
理
解
す
べ

き
と
の
見
解
(
第
九
章
)
が
示
さ
れ
て
い
る
。
軍
の
構
成
を
主
力
部
隊
(
実

戦
)
と
支
援
部
隊
(
土
木
・
運
輸
等
)
、
騎
兵
と
歩
兵
、
職
豐
ハ
と
徴
兵

(
民
兵
)
、
胡
族
的
要
素
と
漢
族
的
要
妻
'
ど
、
複
合
的
に
把
握
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
は
、
府
兵
制
に
限
ら
ず
本
書
全
体
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
恒

常
的
な
臨
器
剪
を
維
持
す
る
に
は
専
職
化
さ
れ
た
兵
員
が
必
要
で
あ
り
、

「
兵
農
一
致
」
原
則
に
基
づ
い
て
徴
発
さ
れ
る
部
分
は
補
助
的
な
役
割
に
留

、し

ま
る
と
羅
識
が
諸
処
で
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を
時
系
列
に
即
し
て
整
理
す
る

と
、
戦
国
か
ら
前
漢
に
か
け
て
構
築
さ
れ
た
兵
壁
致
体
制
を
除
け
ぱ
、
後

漢
に
始
ま
り
、
魏
晋
南
北
朝
の
兵
戸
制
、
西
魏
1
陪
唐
の
府
兵
制
、
そ
し
て

唐
宋
変
革
期
の
募
荷
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
時
期
に
お
い
て
専
職
化

さ
れ
た
兵
員
が
主
力
と
し
て
墾
疋
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
多
く
の
時

期
に
お
い
て
、
兵
員
に
相
応
の
栄
巻
・
待
遇
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
理
解

か
な
さ
れ
て
い
る
。

日
本
や
中
国
に
お
い
て
も
、
麻
<
制
の
特
に
翅
織
合
的
な
側
面
に
は
こ

れ
ま
で
も
馨
一
が
払
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
氣
賀
澤
保
規
氏
の
兵
民
分
雜
」

論
(
兵
役
負
担
者
が
非
番
時
に
此
霸
に
従
耶
す
る
「
兵
農
一
致
」
状
態
に
あ

る
こ
と
は
、
腎
っ
つ
も
、
丘
<
役
義
務
を
負
、
ユ
豐
が
丘
ハ
役
負
担
の
全
く
な
い

一
般
仙
貫
と
別
立
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
兵
民
分
離
」
状
態
に

あ
る
こ
と
を
よ
り
重
視
す
る
)
や
、
渡
稽
一
郎
氏
の
新
説
(
兵
農
一
致

兵
民
一
致
説
に
立
つ
も
の
の
マ
N
義
務
・
軍
」
姑
の
編
戸
農
民
の
負
担
」

「
防
人
義
務
・
一
般
州
府
の
編
戸
農
民
の
負
担
」
と
し
て
、
兵
役
負
担
を
二

系
統
に
区
別
す
る
)
な
ど
、
当
時
の
兵
制
を
複
合
的
に
理
解
す
る
傾
向
は

(
主
張
の
方
向
性
に
は
各
説
隔
た
り
は
あ
れ
ど
も
)
、
近
年
ま
す
ま
す
強
ま

つ
て
い
る
0

た
だ
し
、
本
書
に
お
け
る
日
本
の
研
究
の
参
豐
九
九
0
年
代
,
詔
ま

で
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
、
つ
な
[
薪
の
成
果
に
関
す
る
情
報
の
相
互

交
換
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
で
鰈
洲
さ
れ
て
い
る

兵
役
負
担
の
複
合
性
と
、
本
書
で
示
さ
れ
た
軍
構
成
の
複
合
性
と
を
つ
き
あ

わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
包
括
的
・
建
設
的
轟
承
・
深
化
を
図
っ
て
い
く
こ

と
が
期
待
で
き
る
。

だ
が
こ
う
し
た
「
馴
染
み
の
璽
四
以
上
に
、
本
轡
か
ら
読
み
取
る
べ
き

は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
、
つ
に
従
来
わ
れ
わ
れ
が
直
視
し
て
こ
な
か
っ
た

数
々
の
論
点
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
の
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
な
か
に
は
騎
兵

歩
兵
の
役
割
分
担
や
装
甲
の
変
化
な
ど
、
全
巻
を
と
お
し
て
通
時
的
な
展
望

を
得
ら
れ
る
議
論
も
あ
れ
ぱ
、
攻
城
戦
術
(
第
五
章
)
、
出
征
儀
礼
(
第
七

'
章
)
、
陣
形
や
指
令
伝
迷
(
第
九
章
)
な
ど
部
分
的
な
掘
り
下
げ
に
と
ど
ま

る
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
武
力
本
体
に
深
く
関
わ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

第
一
,
章
で
著
者
が
竺
る
よ
う
に
、
中
国
軍
亭
史
は
、
戦
国
時
代
に
お
け

る
戦
車
か
ら
歩
兵
・
騎
兵
へ
の
変
化
と
、
近
代
に
お
け
る
西
洋
軍
事
技
術
の

導
入
と
い
、
つ
二
度
の
転
換
期
で
分
節
で
き
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
技
術
的
画
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捌
性
と
も
連
動
し
て
か
、
古
代
の
軍
事
史
研
究
で
は
儀
礼
や
兵
器
に
表
象
さ

れ
た
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
解
析
か
ら
倒
家
形
成
と
武
力
の
関
係
を
見
通
す
視
角

が
広
く
共
有
さ
れ
、
片
や
近
代
史
の
方
で
は
「
城
争
と
記
憶
」
な
ど
の
論
題

を
通
じ
武
力
が
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
過
程
の
鯛
明
に
多
く
の
力
が
注
が
れ

て
き
た
。
そ
う
し
た
動
向
か
ら
も
透
視
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
史
・
近
代
史

と
は
武
力
そ
の
も
の
に
接
近
す
る
方
法
論
を
豊
か
に
育
ん
で
き
た
分
野
で
あ

つ
オひ

る
が
え
っ
て
両
期
に
狭
ま
れ
た
約
二
0
0
0
年
剛
は
、
薯
者
も
.
口
う
よ

う
に
軍
亭
技
術
ヒ
の
倒
立
っ
た
変
化
が
乏
し
く
、
十
分
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か

つ
た
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ぱ
、
軍
亊
史
と
い
ぇ
ぱ
ま
ず
手
を
着
け
ら
れ
る

べ
き
各
種
の
県
N
(
中
世
で
い
ぇ
ぱ
「
通
典
」
、
兵
典
、
「
李
衛
公
問
対
」
、

『
太
白
驗
耻
』
な
ど
)
が
、
歴
史
史
料
と
し
て
竣
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
は
不

思
議
な
話
で
あ
る
。
本
李
検
討
さ
れ
た
軍
亊
の
技
術
的
側
而
や
、
上
記
の

古
代
史
・
近
代
史
の
方
法
論
な
ど
、
小
ノ
し
く
異
箕
'
枠
組
に
も
と
き
に
目
配

り
し
つ
つ
、
武
力
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
る
方
法
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
、

い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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